
　
　
　
　
有
限
資
源
の
最
適
供
給
量
と
最
適
価
格
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
岡
　
守
　
行

　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
T
r
i
p
p
i
　
＾
6
は
資
源
供
給
者
が
全
資
源
量
一
定
と
い
う
制
約
条
件
の
も
と
で
、
ゼ
ロ
時
点
か
ら
無
限
大
の
か
な
た
ま
で
の
総
収
入

　
　
　
　
Ｅ

の
合
計
額
の
現
存
価
値
を
最
大
な
ら
し
め
る
と
い
う
問
題
を
需
要
関
数
を
特
定
化
し
離
散
型
モ
デ
ル
で
定
式
化
し
、
最
適
供
給
量
と

最
適
価
格
の
明
示
的
な
解
を
求
め
、
そ
し
て
そ
の
解
に
も
と
づ
い
て
（
ａ
）
、
（
ｂ
）
、
（
ｃ
）
と
い
う
三
つ
の
命
題
を
提
示
し
た
。
し
か

し
そ
の
最
後
の
命
題
・
（
ｃ
）
は
誤
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
ま
た
離
散
型
モ
デ
ル
に
対
し
て
連
続
型
モ
デ
ル
に
ょ
っ
て
T
r
i
p
p
i
　
S
6
　
に
ょ
っ
て
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
全
資
源
賦
存
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

が
変
化
し
た
場
合
、
最
適
供
給
量
と
最
適
価
格
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
も
分
析
す
る
。

　
　
　
　
　
二
　
離
散
型
モ
デ
ル
・
Ｉ

　
簡
単
化
の
た
め
資
源
供
給
の
費
用
は
無
視
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
需
要
の
価
格
弾
力
性
が
一
定
で
あ
る
タ
イ
プ
の
需

　
　
　
有
限
資
源
の
最
適
供
給
量
と
最
適
価
格

－31－



要
関
数
を
仮
定
す
る
。

　
需
要
関
数
の
逆
関
数
は
次
式
で
表
わ
さ
れ
る
。

こ
こ
で
八
は
’
ｒ
時
点
の
価
格
、
ら
は
Ｚ
時
点
の
需
要
量
、
£
は
需
要
の
価
格
弾
力
性
を
示
す
。

　
任
意
の
’
l
>
＾
時
点
の
総
収
入
は

で
与
え
ら
れ
る
。

　
限
界
収
入
（
M
R
）
は
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

の
成
立
が
要
請
さ
れ
る
。

　
り

　
2
.
3
が
成
り
立
つ
た
め
に
は

　
ぐ

を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
資
源
供
給
者
の
目
的
は
全
資
源
量
一
定
と
い
う
制
約
条
件
の
も
と
で
、
ゼ
ロ
時
点
か
ら
無
限
大
の
か
な
た
ま
で
の
総
収
入
の
合
計

額
の
現
在
価
値
を
最
大
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
問
題
の
数
学
的
定
式
化
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

－32－



こ
こ
で
Ｑ
は
有
限
な
全
資
源
量
で
ｒ
は
時
間
割
引
率
を
表
わ
す
。

　
最
大
の
た
め
の
必
要
条
件
は

で
あ
る
。

　
j

　
2
.
5
を
変
形
す
る
と

　
ぐ

　
　
　
　
　
　
ｊ
　
ｊ
　
　
　
ｊ

を
得
る
か
ら
、
2
.
6
に
2
.
3
ま
た
は
い
］
を
考
慮
す
る
と
λ
は
正
と
な
る
。
Ｔ
ｒ
ｉ
ｐ
ｐ
ｉ
皿
一
が
λ
は
負
の
乗
数
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
誤

り
で
あ
る
　
ぐ
　
ぐ
　
　
　
　
　
ぐ

　
ー

　
2
.
5
を
が
に
つ
い
て
解
く
と

　
ぐ

－33－



と
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
Ｄ
　
陶

　
2
.
1
と
2
.
1
の
両
式
よ
り
次
の
（
ａ
）
、
（
ｂ
）
二
つ
の
命
題
が
得
ら
れ
る
。

　
ぐ
　
ぐ

　
（
ａ
）
　
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
は
、
価
格
は
資
源
供
給
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
時
間
割
引
率
に
等
し
い
一
定
率
で

－34－

を
得
る
。

お
よ
び

　
　
　
　
　
ｊ
　
き
ノ

と
す
る
と
、
2
.
7
と
2
.
8
は

　
　
　
　
　
ぐ
　
ぐ

と
な
るΞ
゜

　
り
　
ベ
ノ

　
T
―
I
と
か
ら

　
ぐ
　
ぐ



し
た
が
っ
て
総
収
入
は

需
要
関
数
の
逆
関
数
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

と
表
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ａ
は
正
ま
た
は
負
の
値
を
と
る
が
、
た
だ
し

　
　
　
時
間
を
通
じ
て
上
昇
す
る
。
こ
の
価
格
上
昇
率
は
需
要
の
価
格
弾
力
性
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。

　
（
ｂ
）
　
供
給
量
は
時
間
割
引
率
と
比
例
し
て
時
間
を
通
じ
て
減
少
す
る
。
需
要
の
価
格
弾
力
性
が
大
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ

　
　
　
だ
け
一
層
供
給
量
の
減
少
率
は
大
と
な
る
。

　
　
　
　
　
三
　
離
散
型
モ
デ
ル
・
Ⅱ

　
本
節
で
は
任
意
の
価
格
水
準
の
も
と
で
、
需
要
量
が
一
定
率
α
で
時
間
を
通
じ
て
増
大
あ
る
い
は
減
少
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
需

要
関
数
を
前
提
と
し
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
需
要
量
が
一
定
率
で
増
大
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
特
に
説
明
を
要
し
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
減
少
す
る
場
合
は
た
と
え
ば
研

究
開
発
な
ど
の
結
果
、
当
該
資
源
に
代
替
物
が
出
来
た
時
な
ど
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
需
要
関
数
は

― 35 ―



で
示
さ
れ
る
。

　
資
源
供
給
者
の
目
的
は
前
節
と
同
様
と
す
る
と
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

最
大
の
た
め
の
必
要
条
件
は

と
簡
潔
に
表
現
さ
れ
る
。

－36－

で
あ
る
。

　
j

　
3
.
5
を
吋
に
つ
い
て
解
く
と

　
ぐ

　
　
　
　
ｊ
　
う

と
な
る
。
3
.
6
に
2
.
9
を
考
慮
す
る
と

　
　
　
　
ぐ
　
ぐ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

を
得
る
。
Ｔ
Ｊ
訊
問
で
は
、
い
に
対
応
す
る
式
す
な
わ
ち
が
が
3
.
7
で
与
え
ら
れ
た
場
合
の
跨
の
解
の
式
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
3
.
9
を
基
礎
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
（
ｃ
）
　
価
格
の
上
昇
率
は
ゝ
１
ミ
哨
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
ｊ

と
い
う
命
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
3
.
8
に
よ
る
と
い
し
た
が
っ
て
命
題
（
ｃ
）
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
ぐ

　
わ
れ
わ
れ
の
命
題
は
前
節
の
結
果
を
も
考
慮
し
て

　
（
Ａ
）
　
最
適
価
格
は
ａ
の
正
、
負
、
ゼ
ロ
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
率
ｒ
で
上
昇
す
る
〇

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
　
離
散
型
モ
デ
ル
・
Ⅲ

　
こ
の
節
で
は
今
ま
で
無
視
し
て
き
た
資
源
供
給
の
際
の
費
用
を
考
慮
し
た
モ
デ
ル
を
問
題
と
す
る
。

　
総
収
入
の
式
は

－37－

　
　
　
ｘ
ノ
　
ｘ
Ｉ
／
　
ｊ

ま
た
3
.
3
、
3
.
7
、
.
1
0
よ
り

　
　
　
ぐ
　
ぐ
　
□



　
　
　
　
有
限
資
源
の
最
適
供
給
量
と
最
適
価
格

で
与
ら
れ
る
と
す
る
。

　
費
用
関
数
と
し
て
は

で
表
わ
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
を
採
用
す
る
。

　
問
題
は

の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

　
必
要
条
件
は

で
あ
る
。

　
り
　
い
を
変
形
す
る
と

　
ぐ

－38－



を
得
る
。

　
か
く
て
費
用
を
考
慮
し
た
場
合
は
、
最
適
供
給
量
お
よ
び
最
適
価
格
に
関
す
る
命
題
を
述
べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
二
節
、
三
節
の
そ

れ
ら
よ
り
も
複
雑
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
五
　
連
続
型
モ
デ
ル
・
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

　
本
節
で
は
総
収
入
の
式
が
飛
式
で
与
え
ら
れ
る
場
合
の
連
続
型
モ
デ
ル
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
問
題
は

39－

が
導
か
れ
、

よ
り

を
示
し
て
い
る
。
こ
で
四
一
は
限
界
利
潤
、
ｗ
一
は
限
界
費
用
で
あ
る
。

　
心
を
肘
に
つ
い
て
解
く
と

　
　
　
　
　
　
ｊ

と
な
る
か
ら
、
い
は
（
り
ｏ
叱
ｏ
？
汐
ｏ
は
の
結
果

　
　
　
　
　
　
ぐ



の
オ
イ
ラ
ー
方
程
式
を
計
算
す
れ
ば
、
極
値
の
必
要
条
件
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

と
表
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
変
分
法
の
等
周
問
題
で
あ
り
、
次
の
式

が
求
め
ら
れ
る
。

　
次
に
Ｑ
が
変
化
し
た
場
合
、
必
、
が
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
か
を
分
析
す
る
。

－40－

ｊい
］
か
ら
吋
の
解
を
求
め
れ
ば

ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
/
-
･
―
Ｎ

/
"
^
ノ

を
得
る
こ
と
が
で
き
、
5
.
3
、
2
.
1
等
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ぐ



と
な
る
。
か
く
て
次
の
命
題
が
成
立
す
る
。

　
（
Ｂ
）
　
有
限
の
全
資
源
量
が
増
加
（
減
少
）
す
る
と
最
適
供
給
量
は
増
加
（
減
少
）
し
、
最
適
価
格
は
下
落
（
上
昇
）
す
る
。

　
　
　
　
　
六
　
連
続
型
モ
デ
ル
・
Ⅱ

　
こ
こ
で
の
モ
デ
ル
で
は
次
の
需
要
関
数
を
採
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
ｊ

と
い
う
結
果
を
得
る
。
ま
た
5
.
3
、
5
.
4
の
両
辺
を
λ
で
微
分
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ぐ

－41－

と
な
る
い
と
こ
で
哨
・
、
‥
Ｈ
－
哨
▽
こ
で
あ
る
。

　
次
に
5
.
7
の
両
辺
を
Ｑ
で
微
分
す
る
と

　
　
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
ｊ

が
成
立
す
る
。
5
.
6
を
計
算
す
る
と

　
　
　
　
　
　
ぐ



が
導
か
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
問
題
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

こ
れ
は
前
節
と
同
じ
く
変
分
法
の
等
周
問
題
で
あ
る
か
ら

の
オ
イ
ラ
ー
方
程
式
が
、
問
題
の
極
値
の
必
要
条
件
に
な
る
。
そ
れ
を
計
算
す
る
と

－42－

ｊ6
.
1
を
為
に
関
し
て
解
く
と

ぐ
　
　
　
　
ｊ

を
得
る
。
6
.
4
か
ら
肘
の
解

　
　
　
　
ぐ



を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
成
り
立
つ
。
積
分
計
算
を
行
う
と

が
得
ら
れ
る
。
か
く
て
次
の
三
つ
の
式
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

前
節
の
命
題
（
Ｂ
）
の
成
立
が
本
節
で
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

－43－

　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
ｊ

が
求
め
ら
れ
る
。
い
と
6
.
5
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ぐ



　
　
　
　
七
　
連
続
型
モ
デ
ル
・
1
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
j
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
ー

次
に
資
源
の
供
給
費
用
を
考
慮
し
た
場
合
の
連
続
型
モ
デ
ル
の
問
題
は
、
2
.
1
、
し
た
が
っ
て
い
］
と
さ
ら
に

4
.
1
を
前
提
と
し
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
ぐ

の
オ
イ
ラ
ー
方
程
式
を
問
題
と
す
れ
ば
、
極
値
の
必
要
条
件
を
得
る
。
そ
れ
は

－44－

と
な
る
。
こ
れ
は

を
示
し
て
い
る
。

　
に
を
肘
に
関
し
て
解
く
と

　
ぐ 　

　
　
　
ｊ

で
あ
る
。
7
.
2
は
四
節
と
同
様
に
Ｇ
ｏ
ｒ
ｄ
ｏ
ｎ
-
Ｓ
ｃ
ｏ
ｔ
ｔ
の
結
果

　
　
　
　
ぐ



が
導
か
れ
る
。

を
得
る
の
で
あ
る
。

＊
　
本
稿
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
東
京
都
立
大
学
、
奥
口
孝
二
教
授
の
数
々
の
御
教
示
に
対
し
深
く
感
謝
し
た
い
。

－45－

（
１
）
　
期
間
を
無
限
大
の
か
な
た
ま
で
考
え
て
い
る
が
、
資
源
か
お
る
有
限
の
時
点
Ｔ
ま
で
に
枯
渇
し
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
時
間
が
７
を
過

　
　
ぎ
た
時
に
は
資
源
の
供
給
量
は
ゼ
ロ
と
な
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
」
：
１
：
一
一
〇
ｔ
ｅ
ｌ
ｉ
ｍ
ｇ
岡
ｐ
.
　
１
４
７
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

（
２
）
　
こ
の
条
件
を
T
r
i
p
p
i
　
S
6
は
考
推
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

（
３
）
　
T
r
i
p
p
i
S

p
.4
0
5
を
参
照
さ
れ
た
い
・

（
４
）
　
　
　
　
T
r
i
p
p
i
坦
で
は
ｒ
こ
こ
で
の
。
７
に
あ
た
る
式
は

　
　
　
　
　
　
　
Ｅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ

　
　
　
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

（
５
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
」
１
１
１
１
0
t
e
l
l
i
n
g

o
’
　
H
a
n
s
o
n
　
<
£
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ｊ
ぞ
S
1
6
は
増
大
す
る
場
合
し
か
考
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ



参
　
考
　
文
　
献
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な
い
。

（
６
）
　
な
お
こ
こ
で
は
積
の
形
の
需
要
関
数
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
和
の
形
を
と
る
需
要
関
数
も
考
え
ら
れ
る
H
o
t
e
i
i
m
g
陶
を
参
照
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